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平
安
時
代
の
女
性
は
ど
う
し
て
漢
詩
を
詠
ま
な
く
な
っ
た
の
か

張
　
　
　
龍
　
妹

去
る
四
月
に
「
日
韓
宮
廷
女
性
日
記
文
学
叢
書
」
三
冊
の
中
国
語
訳
を
上
梓
し
た
。
平
安
の
巻
『
紫
式
部
日

記
』
に
は
「
蜻
蛉
日
記
」「
和
泉
式
部
日
記
」「
紫
式
部
日
記
」「
更
級
日
記
」「
讃
岐
典
侍
日
記
」
の
五
作
、
中

世
の
巻
『
十
六
夜
日
記
』
に
は
「
う
た
た
ね
」「
十
六
夜
日
記
」「
と
は
ず
が
た
り
」「
竹
向
き
が
記
」
の
四
作
、

韓
国
朝
鮮
王
朝
の
巻
『
恨
中
録
』
に
は
「
癸
丑
日
記
」「
仁
顕
王
后
伝
」「
恨
中
録
」
の
三
作
を
収
録
し
た
。
こ

の
よ
う
に
日
本
と
韓
国
の
女
性
が
「
女
手
」
を
使
っ
て
書
い
た
作
品
を
一
緒
に
翻
訳
出
版
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

こ
れ
ら
の
作
品
に
古
代
日
韓
の
女
性
文
学
の
違
い
が
端
的
に
顕
れ
て
い
る
と
思
い
、
ま
た
中
国
に
そ
の
よ
う
な

作
品
は
な
い
が
、
あ
る
と
し
て
も
朝
鮮
王
朝
の
よ
う
な
作
品
し
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
中
日
韓
三
国
の
相

違
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
た
の
は
も
う
一
昔
前
の
こ

と
に
な
る
が
、
な
か
な
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
古
典
韓
国
語
の
翻
訳
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
古
典
韓
国
語
で
書
か
れ
た
作
品
は
ほ
と
ん
ど
上
掲
の
三
作
に
尽
き
る
の
だ
が
、
そ
の
研

究
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
業
績
至
上
の
現
在
、
中
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
し
て
も
研
究
業
績
と

し
て
数
え
ら
れ
な
い
た
め
、「
無
益
」
な
仕
事
を
誰
も
引
き
受
け
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
今
回
、「
癸
丑
日
記
」

と
「
恨
中
録
」
を
翻
訳
し
た
張
彩
虹
氏
は
朝
鮮
文
学
の
出
身
者
で
、
の
ち
に
日
本
文
学
に
「
転
向
」
し
た
方
で

あ
り
、
こ
ち
ら
の
意
向
を
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
さ
ら
に
か
つ
て
の
同
級
生
で
あ
る
王
艶
麗
氏
を
紹
介

し
て
い
た
だ
き
、「
仁
顕
王
后
伝
」
の
翻
訳
を
頼
む
こ
と
が
で
き
た
。
私
自
身
は
「
和
泉
式
部
日
記
」
と
「
紫
式
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部
日
記
」
の
翻
訳
を
担
当
し
、
そ
の
他
の
日
本
関
係
の
作
品
は
す
べ
て
卒
業
生
が
担
当
し
て
く
れ
た
。
出
版
し

て
く
れ
た
の
も
卒
業
生
が
勤
め
て
い
る
重
慶
出
版
社
で
あ
る
。
自
分
一
人
の
執
念
の
た
め
に
、
多
く
の
方
を
巻

き
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
、「
無
益
」
な
仕
事
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
も
し

か
す
る
と
皆
さ
ん
が
大
学
の
研
究
ノ
ル
マ
を
う
ま
く
こ
な
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
も
い
る
。

ま
た
、
水
際
対
策
の
た
め
、
日
文
研
に
着
任
す
る
直
前
、
マ
ン
ス
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
で
二
週
間
「
待
機
」
し
た

こ
と
と
、
着
任
直
後
に
日
文
研
ハ
ウ
ス
に
閉
じ
こ
も
っ
て
こ
れ
ら
の
校
正
を
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い

思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
日
本
で
こ
の
よ
う
に
多
数
の
仮
名
日
記
文
学
が
生
ま
れ
た
の
は
、
女
性
が
漢
詩
文
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

い
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。「
紫
式
部
日
記
」
に
は
、
か
の
有
名
な
漢
才
自
慢
の
段
落
が
あ
る
。

こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
の
、
童
に
て
書
読
み
は
べ
り
し
と
き
、
聞
き
な
ら
ひ
つ
つ
、
か
の
人
は
お
そ
う

読
み
と
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
さ
と
く
は
べ
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、

「
口
惜
し
う
、
男
子
に
て
も
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
な
か
り
け
れ
」
と
ぞ
、
つ
ね
に
な
げ
か
れ
は
べ
り
し
。

『
紫
式
部
日
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

父
親
藤
原
為
時
の
「
口
惜
し
う
、
男
子
に
て
も
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
な
か
り
け
れ
」
と
い
う
表
現
の
背
後
に
は
、
女

性
は
漢
詩
文
を
嗜
む
も
の
で
は
な
い
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
紫
式
部
の
漢
才
が
買
わ
れ
、

宮
の
、
御
前
に
文
集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
ま
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
さ
る
さ
ま
の
こ
と
知
ろ
し
め
さ
ま
ほ
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し
げ
に
お
ぼ
い
た
り
し
か
ば
、
い
と
し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も
の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、
を
と
と
し
の

夏
ご
ろ
よ
り
、
楽
府
と
い
ふ
書
二
巻
を
ぞ
、
し
ど
げ
な
な
が
ら
、
教
へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
は
べ
る
、
隠

し
は
べ
り
。
宮
も
し
の
び
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
殿
も
う
ち
も
け
し
き
を
知
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
書
ど
も

を
め
で
た
う
書
か
せ
た
ま
ひ
て
ぞ
、
殿
は
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

『
紫
式
部
日
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

な
ど
と
、
同
僚
の
女
房
た
ち
に
内
緒
で
、
中
宮
彰
子
に
『
白
氏
文
集
』
の
新
楽
府
二
巻
を
進
講
し
て
い
た
。
新

楽
府
は
諷
諭
詩
で
、
も
っ
と
も
政
治
性
の
強
い
作
品
群
で
あ
り
、
平
安
朝
文
人
の
好
み
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
を
中
宮
に
進
講
で
き
る
式
部
の
漢
才
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
す
で
に
女
性
の
漢
才
が
喜
ば
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
日
頃
の
式
部
は
以
下
に
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、「
一
」
と
い
う
文
字
も
読
め
な
い
振
り
を
し
、
屏
風
の
上
に
書
か
れ
た
誰
も
が
わ
か
る
よ
う
な
も

の
で
も
読
め
な
い
顔
を
し
て
い
た
と
い
う
。

「
男
だ
に
才
が
り
ぬ
る
人
は
い
か
に
ぞ
や
。
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
は
べ
る
め
る
よ
」
と
、
や
う
や
う
人
の

い
ふ
を
聞
き
と
め
て
の
ち
、
一
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
は
べ
ら
ず
、
い
と
て
づ
つ
に
あ
さ
ま
し

く
は
べ
り
。
読
み
し
書
な
ど
い
ひ
け
む
も
の
、
目
に
も
と
ど
め
ず
な
り
て
は
べ
り
し
に
、
…
…
御
屏
風
の

上
に
書
き
た
る
こ
と
を
だ
に
読
ま
ぬ
顔
し
は
べ
り
し
を
、

『
紫
式
部
日
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

こ
の
よ
う
に
引
っ
込
み
思
案
な
の
は
、
式
部
が
内
向
的
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
思
わ
れ
る
。 



12

だ
が
、清

少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
は
べ
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
ま
な
書
き
ち
ら
し

は
べ
る
ほ
ど
も
よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
た
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
ひ
こ
の
め

る
人
は
か
な
ら
ず
見
劣
り
し
、
行
末
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
、
…
…

『
紫
式
部
日
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

「
ま
な
書
き
ち
ら
し
は
べ
る
」
な
ど
と
式
部
に
酷
評
さ
れ
る
清
少
納
言
に
し
て
も
、
実
は
漢
詩
句
を
そ
の
ま
ま 

書
く
こ
と
は
極
力
避
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
は
、
少
納
言
が
自
身
の
漢
詩
文
知
識
を
自
慢
す
る

章
段
が
少
な
く
な
い
が
、
か
の
有
名
な
香
炉
峰
の
章
段
で
も
直
接
漢
詩
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他

に
も
、見

れ
ば
、
青
き
薄
様
に
、
い
と
清
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
。
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。

「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
と
書
き
て
、「
末
は
い
か
に
、
末
は
い
か
に
」
と
あ
る
を
、「
い
か
に
か
は
す
べ
か
ら

む
。
御
前
お
は
し
ま
さ
ば
、
御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
を
、
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
、
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き
た

ら
む
も
い
と
見
苦
し
」
と
思
ひ
ま
は
す
ほ
ど
も
な
く
、
責
め
ま
ど
は
せ
ば
、
た
だ
そ
の
奥
に
、
炭
櫃
に
、
消

え
炭
の
あ
る
し
て
、「
草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
」
と
書
き
つ
け
て
取
ら
せ
つ
れ
ど
、
ま
た
返
事
も
言
は
ず
。

『
枕
草
子
』
七
十
八
段
「
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18
）
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藤
原
斉
信
か
ら
白
居
易
の
詩
の
一
句
「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
が
寄
せ
ら
れ
、「
末
は
い
か
に
、
末
は
い
か
に
」
と

責
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
、
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き
た
ら
む
も
い
と
見
苦

し
」
と
思
い
、
漢
詩
を
わ
ざ
わ
ざ
和
歌
の
下
句
の
形
に
整
え
、「
草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
」
と
返
し
て
い
る
。

ま
た
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
」
の
段
は
、
一
条
朝
き
っ
て
の
文
人
藤
原
公
任
と
の
応

酬
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
任
か
ら
下
句
と
し
て
「
す
こ
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
が
寄
せ
ら
れ
、「
空

寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
上
句
を
詠
ん
で
返
す
。
こ
れ
も
「
三
時
雲
冷
多
飛
雪
、
二
月
山
寒
少
有
春
」

と
い
う
白
居
易
の
詩
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
公
任
と
並
ぶ
時
の
俊
才
源
俊
賢
か
ら
「
な
ほ
内
侍
に

奏
し
て
な
さ
む
」
と
褒
め
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
「
内
侍
」
と
い
う
の
は
清
少
納
言
が
か
ね
て
か
ら
憧
れ
て
い
た
職
で
、
彼
女
が
仕
え
る
皇
后
定
子
の
母

高
階
貴
子
は
、
円
融
天
皇
時
代
の
内
侍
で
あ
っ
た
。
こ
の
高
内
侍
は
ま
た
、
平
安
宮
廷
に
お
い
て
最
後
に
漢
詩

を
詠
ん
だ
女
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
高
内
侍
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
中
納
言
殿
（
藤
原
道
隆
）、
才
深
う
、
人
に
わ
づ
ら
は
し
と
お
ぼ
え
た
る
人
の
（
高
階
成
忠
）、
国
々

治
め
た
り
け
る
が
、
男
子
女
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
け
る
、
女
の
…
…
、
先
帝
（
円
融
）
の
御
時
に
、
お
ほ

や
け
宮
仕
に
出
し
立
て
た
り
け
れ
ば
、
女
な
れ
ど
、
真
字
な
ど
い
と
よ
く
書
き
け
れ
ば
、
内
侍
に
な
さ
せ

た
ま
ひ
て
、
高
内
侍
と
ぞ
い
ひ
け
る
、
…
…
母
北
の
方
の
才
な
ど
の
、
人
よ
り
異
な
り
け
れ
ば
に
や
、
こ

の
殿
の
男
君
達
も
女
君
達
も
み
な
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
い
と
こ
よ
な
う
ぞ
お
は
し
け
る
。

『
栄
花
物
語
』
巻
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
31
）
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弟
の
藤
原
道
長
は
本
来
入
内
予
定
で
、
一
世
源
氏
で
あ
る
源
雅
信
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
の
に
対
し
、
兄
の
道

隆
は
地
方
官
の
高
階
成
忠
の
娘
、
し
か
も
女
官
で
あ
る
貴
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
が
マ
イ
ナ
ス
に
評

価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
定
子
兄
妹
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
「
母
北
の
方
の
才
な
ど
の
、
人
よ
り
異
な
り
け
れ

ば
に
や
」
と
関
連
づ
け
、
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
大
鏡
』
に
な
る
と
、
藤
原
伊
周
を
語
る
際
に
そ
の
母
に
言
及
し
、

母
上
は
高
内
侍
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
、
殿
上
え
せ
ら
れ
ざ
り
し
か
ば
、
行
幸
・
節
会
な
ど
に
は
、
南
殿
に
ぞ

ま
ゐ
ら
れ
し
。
そ
れ
は
ま
こ
と
し
き
文
者
に
て
、
御
前
の
作
文
に
は
、
文
奉
ら
れ
し
は
と
よ
。
少
々
の
男

に
は
ま
さ
り
て
こ
そ
聞
こ
え
は
べ
り
し
か
。
…
…
「
女
の
あ
ま
り
才
か
し
こ
き
は
、
も
の
悪
し
き
」
と
人

申
す
な
る
に
、
こ
の
内
侍
、
後
に
は
い
と
い
み
じ
う
堕
落
せ
ら
れ
に
し
も
、
そ
の
故
と
こ
そ
は
お
ぼ
え
は

べ
り
し
か
。

『
大
鏡
』「
地
」
道
隆
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
34
）

高
内
侍
が
行
幸
・
節
会
な
ど
の
際
に
は
南
殿
に
召
さ
れ
、
少
々
の
男
性
な
ら
顔
負
け
す
る
よ
う
な
漢
詩
を
献
上

し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、「
女
の
あ
ま
り
才
か
し
こ
き
は
、
も
の
悪
し
き
」
と
否
定
す
る
。
し
か
も
「
人

申
す
な
る
に
」
の
、
不
特
定
の
「
人
」
と
い
う
語
り
方
は
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
世
間
的
な
常
識
で
あ
る
こ
と
を

匂
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
道
隆
早
世
に
よ
る
中
関
白
家
の
没
落
を
、
貴
子
の
漢
才
に
起
因
さ
せ
て
い
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
「
男
だ
に
才
が
り
ぬ
る
人
は
い
か
に
ぞ
や
。
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
は
べ
る
め
る
よ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
摂
関
時
代
に
は
大
学
寮
出
身
者
に
よ
る
立
身
出
世
の
道
も
す
で
に
阻
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
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な
中
で
女
性
の
漢
才
は
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
関
白
家
の
早
す
ぎ
た
没
落
も
そ
れ
を
後
押
し
し
た
で
あ

ろ
う
。『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』
に
は
、
有
智
子
内
親
王
の
作
品
の
他
に
、
姫
大
伴
氏
、
惟
氏
と
い
っ
た
、

お
そ
ら
く
女
官
で
あ
っ
た
女
性
が
君
臣
唱
和
の
場
で
詠
ん
だ
漢
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
高
内
侍
も
同
じ
よ
う

に
活
躍
し
た
最
後
の
女
性
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
漢
詩
を
作
っ
て
い
た
の
か
は
記
録
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
女
性
が
再
び
漢
詩
を
詠
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
ま
で
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

日
本
に
お
け
る
国
風
文
化
の
成
立
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
女
性
が
な

ぜ
漢
詩
を
詠
ま
な
く
な
り
、
仮
名
文
学
の
創
作
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
ま
た
、
そ
の
成
立

事
情
を
解
明
す
る
一
つ
の
糸
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
翻
訳
出
版
が
、
漢
文
化
と
の
距

離
が
い
か
に
女
性
文
学
に
影
響
を
与
え
て
い
た
か
、
そ
の
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
北
京
外
国
語
大
学
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）




